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131 1900年前後のハルナックとヴェーバー

一
九
〇
〇
年
前
後
の
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー

深　

井　

智　

朗

問
題
設
定

――
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
は
、
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
と

禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
対
立
と
し
て
図
式
化
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
？

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
一
九
〇
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
『
社
会
科
学
・
社
会
政
策
雑
誌
』
に
掲
載
し
、
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
訂
が

加
え
ら
れ
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
論
文
の
最
初
の
構
想
が
完
成
し
つ

つ
あ
っ
た
頃
）
1
（

、
彼
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
の
教
授
で
、
カ
イ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
協
会
の
総
裁
、
帝
国
議
会
図
書
館
長
を
兼
任
し
、
正

枢
密
顧
問
官
（W

irklicher G
eheim

er R
at

）
と
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
側
近
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
神
学
者
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ

ル
ナ
ッ
ク
に
何
度
も
手
紙
を
送
り
）
2
（

、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
理
解
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
政
治
的
解
釈
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
構
想
に
つ
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
の
意
見
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
）
3
（

。
そ
の
様
子

の
一
部
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
J
・
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
以
来
有
名
に
な
っ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
往
復
書
簡
に
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よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
書
き
送
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
ル
タ
ー
派
は
そ
の
歴
史
的
諸
相
に
お
い
て
、
ま
た
私
自
身
に
と
っ
て
も
恐
ろ
し
い
戦
慄
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
…
…
そ
の
理
念
的
形
態
、
及
び
そ
の
将
来
に
関
す
る
希
望
に
お
い
て
さ
え
、
私
は
そ
れ

が
ど
の
程
度
の
活
力
を
ド
イ
ツ
人
に
提
供
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
主
観
的

な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
困
難
な
、
ま
た
悲
劇
的
な
状
況
で
す
。
ド
イ
ツ
人
は
誰
も
ゼ
ク
テ
主
義
者
、
つ
ま
り
ク
エ
ー
カ
ー
や

バ
プ
テ
ス
ト
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
み
な
…
…
非
倫
理
的
、
非
宗
教
的
な
諸
価
値
に
の
っ
と
っ
て
、
制
度
的

教
会
中
心
主
義
の
優
越
性
を
率
直
に
認
め
る
者
た
ち
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
国
民
が
厳
格
な
禁
欲
主
義
の
学
校
を
一
度
も
、

ど
の
よ
う
な
形
態
で
も
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
わ
れ
わ
れ
の
国
民
に
つ
い
て
、
同
様
に
私
自
身
に
つ
い

て
も
、
憎
む
べ
き
だ
と
思
う
こ
と
の
全
て
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
す
）
4
（

。

両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
こ
の
書
簡
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
で
、
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
代
表
者
で
あ
る

ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
贔
屓
で
、
ア
メ
リ
カ
旅
行
か
ら
戻
り
ま
す
ま
す
ア
メ
リ
カ
に
熱
狂
し
）
5
（

、
ア
ス
ケ
ー
ゼ
的
な
ゼ
ク
テ
宗

教
を
支
持
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
対
立
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
、
両
者
が
あ
た
か
も
政
治
的
に
も
、
思
想
的
に
も
対
立
関
係
に
あ
っ
た
か
の
よ

う
な
説
明
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
交
流
の
は
じ
ま
り
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
手
紙
以
前
に
遡
り
、
両
者
が
政
治
的
、
思

想
的
に
同
じ
敵
と
戦
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
こ
の
時
代
の
思
想
史
研
究
が
社
会
学
や
神

学
に
そ
れ
ぞ
れ
細
分
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
今
日
的
な
意
味
で
の
専
門
領
域
を
越
境
す
る
知
的
交
流
史
や
影
響
史
に
は
無
関
心
で
あ
る
こ
と
か

ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
こ
の
書
簡
に
限
っ
て
み
て
も
、
両
者
の
間
に
は
、
こ
の
他
に
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
全
集
に
収
録
さ

れ
た
書
簡
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
な
お
未
整
理
の
書
簡
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
側
に
保
存
さ
れ
て
い
る
）
6
（

。
そ
の
意
味
で
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
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133 1900年前後のハルナックとヴェーバー

の
研
究
に
は
資
料
的
な
制
約
も
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
側
の
資
料
の
整
理
や
公
開
が
遅
れ
て
い
る
理
由
は
、
外
的
・
政
治
的
に
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
資
料
の
多
く
が
旧
東
ド
イ
ツ
の

側
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
）
7
（

、
内
的
・
思
想
的
問
題
と
し
て
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
彼
の
次
の
世
代
に
登
場
し

た
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
の
一
時
的
な
成
功
と
そ
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
る
思
想
的
ラ
ベ
リ
ン
グ
に

よ
っ
て
完
全
に
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
）
8
（

。

し
か
し
既
に
述
べ
た
通
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
個
人
的
に
も
思
想
的
に
も
、
ま
た
当
時
の
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
教
会
制
度

や
教
会
内
部
の
紛
争
や
福
音
主
義
社
会
協
議
会
の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
）
9
（

。
両
者
の
知
的
交
流
史
に
つ
い
て
は
ヴ
ェ
ー

バ
ー
研
究
の
側
か
ら
は
い
く
つ
か
の
研
究
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
肝
心
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
研
究
の
側
で
は
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
、
オ
ッ
ト
ー
・

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
そ
し
て
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
ー
デ
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
今
日
か
な
り
詳
細
な
研
究
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
書
簡

を
は
じ
め
関
係
資
料
の
整
理
も
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い

し
、
誤
っ
た
情
報
、
特
に
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
像
に
依
存
し
た
見
解
が
事
実
で
あ
る

か
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
歩
き
し
、
通
用
し
て
い
る
。
前
世
紀
の
変
わ
り
目
の
頃
か
ら
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
よ
う
な
研
究
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た

が
、
日
本
の
神
学
界
で
は
そ
の
よ
う
な
ハ
ル
ナ
ッ
ク
像
が
な
お
も
実
し
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
ガ
ン
ゴ
ル
フ
・
ヒ
ュ
ー
ビ
ン
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
ド
イ
ツ
統
一
後
に
実
際
に
は
可
能

に
な
っ
た
の
で
あ
り
」、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
が
葬
り
去
ら
れ
る
際
に
、
何
度
も
彼
に
よ
っ
て
書
き
直
さ
れ
た
念
入
り
な

弔
辞
の
言
葉
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ト
ゥ
リ
ル
ハ
ー
ス
が
言
う
よ
う
に
、
前
世
代
へ
の
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
か
、
同
僚
へ
の
あ
て
つ
け
か
、
講
義
の
受
講
者
数
や
演
習
の
参
加
者
数
に
、
あ
る
い
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
や
教
室
の
場
所
に

ま
で
異
常
に
こ
だ
わ
り
、
自
ら
の
成
功
を
誇
り
、
他
大
学
の
人
事
に
ま
で
介
入
し
、
自
ら
の
立
場
に
批
判
的
な
若
い
神
学
者
た
ち
の
就
職
を
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妨
害
す
る
手
紙
ま
で
出
す
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
書
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
す
る
呪
縛
の
言
葉
は
、
印
象
的
で
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
を
直
接
読
み
、
確
認
す
る
前
に
、
多
く
の
研
究
者
が
バ
ル
ト
の
呪
術
に
惑
わ
さ
れ
、
先
入
観
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
そ
の
神
学
的
意
義
を
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
出

来
上
が
っ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
像
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
を
考
え
る
と
大
き
な
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
し
、
実
際
に
は
特
に
ド
イ

ツ
の
一
九
世
紀
の
神
学
的
状
況
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
わ
が
国
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
既
に
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
既
述
の
書
簡
が
し
ば
し
ば
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
を
代
表
す
る
神
学
者
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
す
る
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
禁
欲
的
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ゼ
ク
テ
型
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
世
界
に
展
開
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
擁
護
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
単
純
な
図
式
で
、
こ
の
手
紙
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
モ
ム
ゼ
ン
が
引
用
し
た
部
分
だ
け
か
ら
想
像
し
て
、
こ
の
よ
う
な
図
式
を
両
者
の
関
係
に
読
み
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
本
当
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
そ
の
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
本
当
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
人
に
「
厳
格
な
禁
欲
主
義
の
学

校
」
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
時
代
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
複
雑
な
事
実
に
つ

い
て
の
単
純
化
と
い
う
誤
り
で
は
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
手
紙
は
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
。

実
は
そ
れ
ら
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
今
日
な
お
未
公
開
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
膨
大
な
資
料
を
見
な
く
て
も
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
を
少
し
で

も
読
ん
で
さ
え
い
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
い
く
ら
か

で
も
解
消
す
る
た
め
に
、
あ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
一
九
〇
〇
年
前
後
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
関
係
を
、
既
に
公
に
さ
れ
て
い
る

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
と
、
近
年
よ
う
や
く
整
理
、
公
開
さ
れ
は
じ
め
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
側
の
資
料
の
範
囲
内
で
検
討
し
て
み
た
い
。
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135 1900年前後のハルナックとヴェーバー

1
．
一
九
〇
五
／
〇
六
年
の
書
簡
の
背
景

既
に
述
べ
た
通
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
知
的
・
政
治
的
な
交
流
に
つ
い
て
の
研
究
は
今

日
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
）
10
（

。
そ
の
ひ
と
つ
の
原
因
は
両
者
の
間
で
確
認
さ
れ
て
い
る
書
簡
が
全
て
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

（
そ
れ
ぞ
れ
保
存
し
て
い
る
図
書
館
や
資
料
室
で
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
）
に
あ
る
。
第
二
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
比
べ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク

の
政
治
的
発
言
を
含
む
雑
誌
・
新
聞
の
論
文
、
官
報
の
記
事
が
充
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
な
立
場
に
つ
い

て
の
研
究
や
言
及
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
批
判
す
る
立
場
の
者
た
ち
に
よ
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
す
る
き
わ
め
て
感
情
的
で
、
彼
ら
の
政
治
的
な

立
場
か
ら
な
さ
れ
た
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
よ
る
も
の
に
依
存
し
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
時
代
の
正
枢

密
顧
問
官
の
ひ
と
り
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
中
央
の
政
策
の
只
中
に
お
り
、
大
学
や
サ
ロ
ン
、
過
激
な
出
版
社
や
新
聞
社
、
各
ラ
ン
ト
の
複
雑

な
ル
タ
ー
派
の
教
会
政
治
と
結
び
つ
い
て
い
た
だ
け
の
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
立
場
で
神
学
を
し
、
ま
た

政
治
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
。
彼
の
政
策
に
関
す
る
評
論
、
ま
た
特
に
文
化
政
策
や
国
際
関
係
に
つ
い
て
の
論
評
は
部
分
的
に
、
し
か

も
一
握
り
の
専
門
家
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
多
く
の
場
合
に
は
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
の
一
方
的
な
超
現
実
的
な
批
判
に
依

存
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
像
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
両
者
の
知
的
・
政
治
的
な
交
流
に
つ
い
て
の
精
神
史
的
研
究
は
、
今
後
資

料
の
整
理
や
公
開
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
既
に
言
及
し
た
、
あ
の
一
九
〇
五
年
／
六
年
の
往
復
書
簡
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
書
簡
の
文
章
が
生
み
出

さ
れ
たSitz im

 Leben 

は
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
背
景
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
帝
政
期
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
な
立
場
を
正
確
に
知
り
、
少
し
で
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
基
本
的
な
著
作
を
読
ん
で
い
る
者
に
は
す
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ぐ
に
理
解
で
き
る
。

両
者
の
往
復
書
簡
は
一
九
〇
五
年
の
正
月
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
の
間
に
交
さ
れ
た
も
の
で
、
両
者
の
伝
記
的
な
記
述
か
ら
も
分
か

る
通
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
あ
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
を
ま
と
め
た
時
期
で
あ

り
）
11
（

、
そ
の
頃
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
セ
イ
ン
ト
・
ル
イ
ス
を
中
心
に
は
じ
め
て
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
経
験
し
て
い
る
）
12
（

。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
研
究
の
側
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
既
に
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も
知
ら
れ
た
政
治
家
で
あ
り
、
ル
タ
ー
派
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
の
神
学
者
で
あ
っ
た
正
枢
密
顧
問
官
ア
ド
フ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
そ
の
名
を
学
問
の
世
界
で
不
動
の
も
の
と
し
た
名
著

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（
一
九
〇
〇
年
）
を
出
版
し
、
そ
れ
は
毎
年
重
版
を
続
け
、
一
九
〇
五
年
に
は
六
万
部
に
達
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は

外
国
語
へ
の
翻
訳
が
開
始
さ
れ
、
一
九
〇
五
年
に
は
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
日
本
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
、
デ

ン
マ
ー
ク
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
訳
が
完
成
し
て
い
た
。

実
は
あ
の
モ
ム
ゼ
ン
に
引
用
さ
れ
て
以
来
有
名
に
な
っ
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
へ
の
手
紙
は
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
っ
て
何
の
文
脈
も

説
明
さ
れ
ず
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
か
ら
贈
ら
れ
た
こ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
読
ん
だ

こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
九
〇
五
年
に
こ
の
書
物
の
総
計
出
版
数
六
万
部
超
え
の
祝
宴
が
開
か
れ

た
の
だ
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
そ
の
招
待
状
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
手
紙
で
あ
ろ
う
。
モ
ム
ゼ
ン
自
身
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何

も
述
べ
て
い
な
い
が
、
実
は
こ
の
著
作
こ
そ
が
あ
の
手
紙
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
『
キ
リ
ス

ト
教
の
本
質
』
で
提
示
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
理
解
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
発
言
の
意
図
は
正
し
く
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ

ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
往
復
書
簡
は
漠
然
と
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー

派
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
ル
タ
ー
派
に
対
し
て
ゼ
ク
テ
を
肯
定
す
る
と
い
う
議
論
で
あ

る
よ
り
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
議
論
の
た
め
の
テ
ク
ス
ト
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
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こ
の
書
物
の
中
で
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
純
粋
な
出
発
点
で
あ
る
イ
エ
ス
の
神

意
識
に
遡
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
展
開
の
最
初
の
時
代
に
そ
の
イ
エ
ス
の
教
え
の
ギ
リ
シ
ア
化
が
起
こ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
イ
エ
ス
の
教
え
と
「
ギ
リ
シ
ア
化
」
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
の
断
絶
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト

教
の
歴
史
的
発
展
は
誤
っ
た
展
開
の
帰
結
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル
と
そ
の
学
派
の
キ
リ

ス
ト
教
理
解
に
共
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
を
修
正
し
た
の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
イ
エ
ス
の
教
え
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
受
け
止
め
、
こ
の
よ
う

な
認
識
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の
教
え
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
っ
と
も
高
次
の
宗
教
的
な
形
態
を
提
示
し
た
の
が
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
宗
教
改
革
が
試
み
た
宗
教
的
な
源
泉
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
の
だ
と
彼
は
言
う
。
こ
の

宗
教
改
革
の
態
度
は
、
源
泉
に
遡
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
の
歴
史
的
な
発
展
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
者
個
人
を
宗
教
的
伝
統
か
ら
解
放
し
、
自
立
さ
せ
、
責
任
あ
る
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
を
明
ら
か
に
し
た
ル
タ
ー
派
こ
そ
は
キ
リ
ス

ト
教
の
も
っ
と
も
成
熟
し
た
形
態
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
後
者
の
議
論
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
誤
っ
た
展
開
を
修
正
し
た
の
が
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
と
い

う
解
釈
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
二
つ
の
理
由
か
ら
し
て
、
歴
史
研
究
の
成
果
で
あ
る
よ
り
は
、
彼
の
政
治
的
立
場
の
表
明
で
あ
る
。
こ
の

議
論
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
ひ
と
つ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
ハ
ル

ナ
ッ
ク
自
身
の
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
イ
エ
ス
の
純
粋
な
福
音
を
歴
史
的
に
取
り
出
す
こ

と
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
」
を
規
定
す
る
と
い
う
作
業
と
、
そ
の
現
代
的
な
意
義
の
確
認
、
さ
ら
に
そ
れ
を
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
と
結
び

つ
け
る
と
い
う
政
治
神
学
的
な
操
作
と
を
同
時
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
宗
教
改
革
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は
、
単
に
一
一
世
紀
以
前
、
あ
る
い
は
四
世
紀
、
二
世
紀
以
前
に
遡
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
に
ま
で
遡
っ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
無
意
識
的
に
、
既
に
使
徒
時
代
に
成
立
し
た
形
式
を
さ
え
変
更
な
い
し
は
、
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
）
13
（

」。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
イ
エ
ス
の
福
音
、
あ
る
い
は
宣
教
の
本
質
を
回
復
し
た
と
い
う
主
張
そ
れ
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
独
占
的
な
主
張
で
も
な
い
。
し
か
し
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
時
、
問
題
は
神
学
的
問
題
を
越
え
て
政
治
化
す
る
。
す
な
わ
ち
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
文
章
を
読
む
時
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
あ
の
最
初
に
取
り
上
げ
た
手
紙
を
書
い
た
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

人
は
し
ば
し
ば
、
宗
教
改
革
は
果
た
し
て
ド
イ
ツ
精
神
の
働
き
で
あ
る
か
、
ま
た
い
か
な
る
程
度
ま
で
そ
う
で
あ
る
の
か
、

と
尋
ね
る
。
私
は
こ
こ
で
こ
の
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ル
タ
ー
の
決
定
的
な
宗
教

体
験
は
ド
イ
ツ
の
国
民
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
が
国
民
に
与
え
た
積
極
的
、
消
極
的
影
響
か
ら
す
れ
ば
、
彼
こ

そ
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
ド
イ
ツ
人
で
、
彼
の
歴
史
は
ド
イ
ツ
史
に
他
な

ら
な
い
。
ド
イ
ツ
人
が
彼
ら
に
伝
え
ら
れ
た
宗
教
を
真
に
自
己
の
も
の
た
ら
し
め
ん
と
一
三
世
紀
以
後
努
力
し
た
時
か
ら
、
彼

ら
は
宗
教
改
革
の
備
え
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
々
が
、
東
方
的
キ
リ
ス
ト
教
を
ギ
リ
シ
ア
的
と
名
づ
け
、
中
世

的
西
欧
ラ
テ
ン
民
族
の
キ
リ
ス
ト
教
を
ロ
ー
マ
的
と
名
づ
け
る
の
な
ら
、
人
々
は
同
じ
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
を

ゲ
ル
マ
ン
的
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
実

を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
フ
ラ
ン
ス
人
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ル
タ
ー
の
弟
子
で
あ
り
、
ル
タ
ー
は
ラ
テ
ン
民
族
だ
け

で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
も
持
続
的
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
は
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
、
一
般
教
会
史
に
ひ
と
つ
の
段
階
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
他
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国
民
に
お
け
る
よ
う
に
重
要
な
理
想
と
は
な
ら
な
か
っ
た
禁
欲
主
義
（
ア
ス
ケ
ー
ゼ
）
か
ら
の
転
回
と
、
外
的
な
権
威
と
し
て

の
宗
教
に
対
す
る
反
抗
と
は
、
パ
ウ
ロ
的
な
福
音
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
に
ド
イ
ツ
精
神
か
ら
も
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
）
14
（

。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
政
治
的
な
解
釈
で
あ
る
こ
の
引
用
文
章
の
最

後
の
文
章
を
ふ
ま
え
て
、
あ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
史
に
新
し
い
転
換
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
、
ド
イ
ツ
精
神
と
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
オ

ラ
ン
ダ
と
い
う
い
わ
ば
狭
義
の
「
西
欧
」
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
イ
エ
ス
の
福
音
の
回
復
を
ド
イ
ツ
精
神
か
ら
説
明
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
用
い
た
の
が
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
と
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
欲
主
義
的
展
開
と
の
対
比
と
い
う
構
図
で

あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
図
式
の
政
治
的
妥
当
性
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
こ
の
時
代
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
帝
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
形
成
の
た
め
に
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
と
彼
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
「
自
由
」』
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
か
、
慎
重
に
政
治
的
、
神
学
的
判
断
を
試
み
、
次
の

よ
う
な
「
政
治
神
学
的
」
な
命
題
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
や
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革

命
よ
り
も
早
い
一
六
世
紀
の
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
お
け
る
近
代
的
『
自
由
』
の
発
見
」
と
い
う
命
題
が
あ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の

背
景
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
神
学
界
に
お
け
る
歴
史
学
的
ル
タ
ー
研
究
の
活
性
化
で
あ
る
ル
タ
ー
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
神
学
的
テ
ク
ス
ト
の
復
権
の
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ハ
ル
ナ
ッ

ク
の
神
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
あ
の
手
紙
の
背
景
に
あ
る
思
想
的
テ
ク
ス
ト
と
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
の
神
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
単
純
に
批
判
し
た
の
で
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は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
の
手
紙
の
中
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
文
面
に
現
れ
た
表
面
上
の
政
治
神
学

的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」、「
捩
れ
曲
が
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
方
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
代
表

者
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
は
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
、
彼
自
身
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
と
し
て
の
立
場
と
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
保
守
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
違
い
を
明
確
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
勧
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
し
な
い
と
あ
の
手
紙
は
正
反
対
に
読
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
次
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
解
釈
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
論
を
展
開
し
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の

政
治
的
な
立
場
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

2
．
ド
ル
パ
ッ
ト
か
ら
や
っ
て
き
た
ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ド
イ
ツ
の
政
治
の
中
枢
に
ま
で

　
　

駆
け
上
り
、
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
意
味

ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
）
15
（

、
一
八
五
一
年
五
月
一
七
日
に
ド
イ
ツ
の
教
会
史
家
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
父
に
）
16
（

、
ま
た
法
学
者

グ
ス
タ
フ
・
エ
ー
ヴ
ェ
ル
ス
の
娘
マ
リ
ー
を
母
に
ド
ル
パ
ッ
ト
に
生
ま
れ
て
い
る
）
17
（

。
こ
の
ド
ル
パ
ッ
ト
は
今
日
の
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
の
タ

ル
ト
ゥ
で
あ
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
母
を
通
し
て
リ
ボ
ニ
ア
の
貴
族
の
世
界
と
結
び
つ
き
、
他
方
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的
権
力
と
ロ
シ

ア
文
化
と
の
間
の
葛
藤
と
い
う
難
し
い
政
治
的
情
況
の
中
で
育
っ
た
。
そ
れ
故
に
彼
は
一
方
で
プ
ロ
イ
セ
ン
的
な
も
の
へ
の
反
発
と
同
時
に

複
雑
な
憧
れ
を
持
ち
、
他
方
で
家
で
は
ド
イ
ツ
語
の
他
に
ロ
シ
ア
語
を
使
い
こ
な
す
と
い
う
国
際
政
治
の
只
中
で
育
っ
た
）
18
（

。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
教
会
史
家
と
し
て
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
と
り
わ
け
古
代
教
会
の
研
究
に
お
い
て
は
多
く
の
業
績
を
残
し
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た
。
彼
の
研
究
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
研
究
に
始
ま
り
、
マ
ル
キ
オ
ン
の
研
究
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
間
に
有
名
な
『
教
理
史
教
本
』

（
一
八
八
五
〜
八
九
年
）、『
古
代
キ
リ
ス
ト
教
文
学
史
』（
一
八
九
三
〜
一
九
〇
四
年
）、『
初
期
三
世
紀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
と
伝

播
』（
一
九
〇
二
年
）
等
の
大
部
の
著
作
を
発
表
し
て
い
る
）
19
（

。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
生
涯
は
日
本
で
考
え
る
神
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
活
躍
の
舞
台
の
中
心
は
ベ
ル
リ

ン
大
学
神
学
部
で
あ
り
、「
類
ま
れ
な
偉
大
な
教
会
史
家
）
20
（

」
で
あ
り
、「
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
学
問
的
エ
リ
ー
ト
）
21
（

」
で
あ
り
、「
資
料
の
扱
い

の
巧
み
さ
と
厳
密
さ
に
お
い
て
飛
び
ぬ
け
た
力
量
を
持
っ
た
歴
史
家
）
22
（

」
だ
っ
た
が
、
同
時
に
彼
は
皇
帝
の
正
枢
密
顧
問
官
で
あ
り
、
王
立
図

書
館
の
館
長
で
あ
り
）
23
（

、
カ
イ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
協
会
（
現
在
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
前
進
）
の
初
代
の
総
裁
で
も
あ
っ

た
）
24
（

。
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
時
代
の
文
教
行
政
と
深
く
関
わ
り
、
皇
帝
の
理
想
と
す
る
臣
民
教
育
の
確
立
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
今
日

「
教
養
市
民
層
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
知
的
階
層
の
純
粋
再
生
産
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
つ
つ
あ
っ
た
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
出
身
で
は
な
い
。
ま
た
彼
は
ル
タ
ー
派
で
あ
っ
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ル

タ
ー
派
教
会
と
の
関
係
は
希
薄
で
、
当
時
の
周
辺
国
家
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
ロ
シ
ア
語
を
母
国
語
と
す
る
、
ル
タ
ー
派
教
会
内
で
は
い
わ
ば
傍

流
の
出
身
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
神
学
者
と
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
生
き
て
行
く
た
め
に
決
し
て
小
さ
な
問
題
で

は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
時
代
の
ル
タ
ー
派
主
流
派
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
よ
う
な
経
歴
の
神
学
者
を
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
体
質
で
あ
り
、
人
事
や
ル
タ
ー
解
釈
に
お
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
そ
の
優
秀
な
学
問
的
な
業
績
に
比
例
す
る

評
価
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
に
神
学
者
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
支
持
母
体
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
政
治
的
主
流
派
と
な
っ
た
ル
タ
ー
派
で
は
な
く
、
彼
の
学
問
的
な
業
績
を

宗
派
政
治
か
ら
切
り
離
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
で
あ
り
、
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
に
お
け
る
皇
帝
に
よ
る
中
央
集
権
的
な
宗

教
政
策
に
異
議
を
と
な
え
、
各
ラ
ン
ト
の
教
会
と
神
学
教
育
の
独
立
性
に
固
執
し
た
保
守
的
ル
タ
ー
派
で
も
な
く
、
帝
国
の
人
倫
の
基
盤
と

な
る
べ
き
ル
タ
ー
派
と
い
う
国
家
宗
教
を
構
想
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ド
ル
パ
ッ
ト
か
ら
や
っ
て
来
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
時
代
の
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宗
派
政
治
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
伝
統
的
な
各
ラ
ン
ト
の
教
会
に
支
持
層
を
持
た
な
い
神
学
者
な
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
そ
れ
以
外
の

支
持
母
体
の
中
で
神
学
を
営
む
こ
と
を
迫
ら
れ
た
神
学
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
第
一
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
の
歴
史
神
学
の
教
授
と
な
る
招
聘
人
事
は
、
当
時
の
ベ
ル
リ
ン
の
福
音
主
義

教
会
協
議
会
が
否
決
し
た
た
め
、
一
旦
白
紙
と
な
り
、
そ
れ
を
当
時
の
宰
相
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
が
教
会
協
議
会
と
議
会

人
事
委
員
会
の
決
定
を
飛
び
越
え
て
、
改
め
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
第
二
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
実
際
に
は
神
学
部
の
中
で
活
動
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
、
あ
る
い
は
ベ
ル
リ
ン
の
王
立
ア
カ

デ
ミ
ー
を
舞
台
と
し
て
活
躍
し
た
神
学
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
）
25
（

。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
業
績
を
高
く
評
価
し
続
け
た
の
は
、
教
会
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
古
代
ロ
ー
マ
の
研
究
で
有
名
な
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ
ン
で
あ
り
）
26
（

、
ま
た
彼
の
名
を
世
界
に
知
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
神
学
部
の
講
義
で
は
な
く
、
彼
が
大
学
の
学
部
の
枠
を
越
え
て
行
っ
た
神
学
部
の
教
授
会
の
決
定
で
は
な
く
、

大
学
評
議
会
の
決
定
に
よ
る
講
義
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
神
学
の
大
学
行
政
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
逆
に
見
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ル
タ
ー
派
の
支
持
が
な
い
以
上
、
彼
は
教
会
の
外
に
彼
の
神
学
者
と
し
て
の
活
動
を
支
持
す

る
母
体
を
、
ま
た
読
者
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
へ
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
し
て
今
日
に
至
る
ま
で

知
ら
れ
て
い
る
「
学
問
的
神
学
」（w

issenschaftliche T
heologie

）
と
い
う
立
場
の
社
会
的
・
教
会
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
の
意
図
的
な
行
動
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
時
代
の
教
会
政
治
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
対
立
構
図
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン

で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
周
辺
小
国
か
ら
や
っ
て
き
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
「
神
学
部
の
中
で
神
学
を
営
む
神
学
者
」
で
あ
る
以
外
の
道

を
彼
の
学
問
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
会
政
治
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
第
一
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
宗
派
政
治
か
ら
切
り
離
し
、
彼
が
神
学
を
営
む
場
所
を
大
学
や
ア
カ

デ
ミ
ー
の
中
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
要
因
と
な
っ
た
が
、
彼
は
同
時
に
こ
の
時
代
の
制
度
と
し
て
の
教
会
、
す
な
わ
ち
各
ラ
ン
ト
の
事
柄
と
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さ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
保
守
的
ル
タ
ー
派
の
教
会
制
度
に
不
信
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
や
信
仰

を
否
定
し
た
り
、
疑
う
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
時
代
の
教
会
と
い
う
制
度
に
疑
問
を
持
つ
、「
教
会
外
の
キ
リ
ス
ト
教
」
に
接
近

0

0

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
教
会
外
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
は
こ
の
時
代
の
政
治
的
、
神
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受

け
た
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
で
、
ト
ゥ
ル
ツ
・
レ
ン
ト
ル
フ
が
言
う
よ
う
に
、「
宗
教
的
で
あ
る
が
、
教
会
的
で
は
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
）
27
（

」

で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
神
学
や
教
会
制
度
へ
の
批
判
や
疑
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
教
会
外
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
立
場
に
接
近
す
る
だ
け

で
、
明
確
に
こ
の
立
場
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、
ま
た
そ
の
神
学
的
傾
向
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
に
「
神
学
部
外
の
神
学
」
の
立
場
を
支

持
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
宗
教
の
場
を
、
各
ラ
ン
ト
で
は
な
く
、
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
に

お
け
る
宗
教
の
問
題
、
す
な
わ
ち
国
民
教
会
に
責
任
を
持
つ
神
学
者
で
あ
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
出
身
で
は

な
く
、
周
辺
国
家
出
身
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
立
ち
得
た
唯
一
の
小
さ
な
、
狭
い
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
学
問
的
神
学
を
生
み
出
し
た
場

所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
彼
の
有
名
に
な
っ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
』（D

ie christliche W
elt

）
誌
上
に
お
け
る
「
使
徒
信
条
論

争
」
へ
の
介
入
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
立
ち
得
る
唯
一
の
神
学
的
な
場
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
時
代
の
保
守
的
な
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の

ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
は
保
守
派
も
リ
ベ
ラ
ル
も
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
へ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
ル
タ
ー

の
宗
教
改
革
と
ル
タ
ー
派
は
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
要
で
も
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
革
命
で
は
な
く
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
も
な
く
、
一
六
世
紀
の
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
の
発
見

こ
そ
が
、
近
代
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
の
が
遅
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
歴
史
家
と
し
て
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
他
の
ル
タ
ー
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
少
し
性
格
を
異
に
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
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ろ
う
。
そ
れ
は
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
彼
は
エ
ス
ト
ニ
ア
と
い
う
周
辺
小
国
の
出

身
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
の
ル
タ
ー
派
教
会
政
治
の
中
で
は
周
辺
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
彼
は
と
り
わ
け
母
方
の
家
系
か
ら
大
国
ド
イ

ツ
へ
の
複
雑
な
国
民
感
情
を
持
っ
た
自
立
心
を
受
け
継
い
で
い
た
。
そ
の
こ
と
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
が
自
覚
す
る
以
上
に
、
周
囲
の
人
々
に

と
っ
て
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
見
方
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
神
学
者
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
ド
イ
ツ
・

ル
タ
ー
派
の
神
学
者
以
上
に
ド
イ
ツ
的
で
あ
る
こ
と
を
政
治
的
に
は
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
経
歴
か
ら
来
る
周
囲
の
疑
念
を
払

拭
す
る
た
め
で
あ
り
、
彼
自
身
の
立
場
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
誰
よ
り
も
強
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

そ
の
立
場
を
確
立
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
周
辺
小
国
か
ら
中
央
の
政
治
機
関
の
頂
点
へ
と
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
は
別
に
駆
け
上
っ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
中
に
あ
っ
た
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、
あ
る
い
は
「
過
剰
な
」、「
屈
折
し
た
」、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
教

授
と
し
て
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ
ア
を
常
に
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
通
り
彼
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学

部
教
授
就
任
に
際
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
宗
務
局
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
こ
の
ポ
ス
ト
を
提
供
し
た
の
は
ビ
ス
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

一
八
八
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
ビ
ス
マ
ル
ク
は
宰
相
の
職
を
解
任
さ
れ
て
い
る
）
28
（

。
こ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
大
き

な
危
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
事
は
、
彼
が
保
守
派
の
、
民
族
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち

に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
擁
護
者
が
ビ
ス
マ
ル
ク
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
彼
は
こ
の
要
職
に
つ
い
た
途
端
に
、
彼
自
身
の
保
護
者
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
出
来
事
が
彼
の
そ
の
後
の
政
治
的
な
活
動
を

規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
保
守
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
常
に
意
識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
配
慮
を
し
た
活
動
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
彼
は
学
術
政
治
の
世
界
で
自
ら
の
立
場
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ド
ル
パ
ッ
ト
か
ら
ベ
ル
リ
ン
へ
の
道
程
を
、
成
功
者
の
生
涯
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
プ
ロ

イ
セ
ン
中
心
の
帝
国
に
対
す
る
周
辺
国
家
の
批
判
者
か
ら
帝
国
を
支
え
る
神
学
の
構
築
の
必
要
性
を
考
え
る
神
学
者
へ
の
複
雑
な
転
換
が
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あ
っ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
皇
帝
の
政
策
へ
の
支
持
に
は
、
明
ら
か
に
両
面
が
あ
り
、
カ
ー
ル
・

バ
ル
ト
が
単
純
化
し
て
見
せ
た
よ
う
な
帝
国
主
義
者
、
あ
る
い
は
帝
国
の
御
用
神
学
者
と
い
う
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
自
分
の
信

念
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
自
由
の
精
神
こ
そ
自
由
な
個
人
と
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
国
家
に
と
っ
て
益
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
教
会

に
は
神
学
が
必
要
だ
と
ま
さ
に
政
治
的
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
帝
国
の
状
況
と
同
時
に
、
帝
国
周
辺

の
小
国
の
利
益
を
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
そ
の
た
め
に
学
問
と
研
究
に
励
み
、
他
方
で
こ
の
課
題
の
た
め
に
政
治
的
な

手
腕
を
発
揮
す
る
こ
と
、
そ
し
て
中
央
の
政
策
と
結
び
つ
く
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
、
ま
た
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
判

断
の
誤
り
は
、
彼
が
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
を
単
純
に
同
一
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
研
究
者
が
注
意
深
く
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
経
歴
の
随
所
に
見
ら
れ
る
、
政
治
的
な
衝
突
、
彼
が
学
問
的
な
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
得
る
際
に
受
け
た
不
合
理
な
排
除
は
、
彼
が
ド
ル
パ
ッ
ト
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
し
て
彼
の
伝
統
的
な
制
度
と
し
て
の

教
会
へ
の
批
判
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
彼
は
明
ら
か
に
、
政
治
の
力
学
を
知
り
、
そ
し
て
自
ら
の
政
治
的
な
立
場
を
政
治
の
中
枢

に
得
る
こ
と
の
必
要
性
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
一
度
も
い
ず
れ
か
の
政
党
に
参
加
し
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
何
度
要

請
さ
れ
て
も
議
員
に
な
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ド
ル
パ
ッ
ト
出
身
の
政
治
的
な
神
学
者
の
注
意
深
い
保
身
術
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
む

し
ろ
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
政
府
や
行
政
の
責
任
者
と
の
協
力
の
方
が
堅
実
な
道
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
と
の
取
り
組
み
の
中

で
、
彼
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
誰
よ
り
も
プ
ロ
イ
セ
ン
的
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
に
お
け
る
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
演
説
原
稿
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
準
備
し
た
際
に
彼
が
強
調
し
た
こ
と
は

「
い
か
な
る
党
派
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
の
た
め
に
」
と
い
う
政
治
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
好
ん
だ

も
の
で
あ
り
、
彼
が
何
度
も
行
っ
て
い
る
議
会
で
の
開
会
の
礼
拝
の
説
教
に
も
登
場
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
彼
が
モ
ム
ゼ
ン
と
の
書
簡
の

中
で
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
る
）
29
（

。
ド
ル
パ
ッ
ト
出
身
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
政
治
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
以
前

に
、
彼
の
実
存
的
、
あ
る
い
は
民
族
的
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
こ
そ
プ
ロ
イ
セ
ン
か
ら
見
て
周
辺
部
に
位
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置
づ
け
ら
れ
た
少
数
民
族
は
そ
の
立
場
を
守
り
得
た
の
で
あ
る
。

ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
こ
の
点
で
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
ー
デ
と
も
意
見
の
食
い
違
い
を
見
せ
て
お
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
は
自
分
が
特
定
の
分

派
的
な
立
場
に
あ
る
の
だ
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
、
地
域
の
特
殊
性
や
対
立
や
排
他
的
態
度
を
排
除

し
た
、
統
一
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
を
彼
は
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
の
政
策
を
確
実
な
も
の
と
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
数
民
族
出

身
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
の
中
で
ぜ
ひ
と
も
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
原
則
で
あ
っ
た
。
彼
は
保
守
勢
力

の
よ
う
に
、
各
ラ
ン
ト
の
特
殊
性
や
自
立
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
に
は
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
宗
教
行
政
の

均
一
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
少
数
民
族
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
周
辺
性
と
中
央
へ
の
固
執
が
彼
の
神
学
の

場
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
均
一
化
を
支
え
る
ラ
イ
ヒ
が
、
彼
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
ラ
イ
ヒ
へ
の
忠
誠
と
支
持
と
い
う
こ
と

の
意
味
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、
あ
る
い
は
「
屈
折
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼

ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
ル
タ
ー
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
危
険
性
を
十
分
に
知
り
、
そ
の
立
場
か
ら
の
排
除
を
受
け

た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
、
そ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
な
い
ド
イ
ツ
の
周
辺
部
の
帝
国
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
し
て
は
、
自
分
が
ど

れ
だ
け
忠
実
な
ド
イ
ツ
帝
国
の
支
持
者
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
は
政
治
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
た
め
に
誰
よ
り

も
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
形
成
論
者
、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
態
度
表
明
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
彼
が
生
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
彼

の
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
政
策
の
両
義
性
の
秘
密
、
そ
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
に
対
す
る
両
義
的
な
対
応
の
理
由
な
の
で
あ
る
）
30
（

。
そ
れ
故
に

彼
の
政
治
的
な
立
場
を
単
純
に
神
学
的
＝
政
治
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
の
サ
ン
プ
ル
と
見
る
よ
う
な
見
方
、
彼
を
第
一
次
世
界
大
戦
の

戦
争
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
見
る
よ
う
な
見
方
は
い
ず
れ
も
正
確
な
解
釈
と
は
言
え
な
い
。
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
む
し
ろ
両
義
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
で
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「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
微
妙
な
立
場
を
、
従
兄
弟
で
、
キ
ー
ル
の
実
践
神
学
者
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
を
通
し
て
知
ら
さ
れ
て
い
た
し
、
ル
タ
ー
派
の
福
音
主
義
社
会
協
議
会
で
の
交
流
を
通
し
て
実
感
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
後
に

述
べ
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
立
場
に
対
し
て
、
理
解
は
で
き
て
も
、
批
判
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ル
タ
ー
解

釈
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
い
わ
ば
「
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
れ
は
既
に
引
用
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
文
章
に
表
れ
出
た
よ
う
な
学
問
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
、
突
然
表

れ
出
て
い
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
神
学
的
な
立
場
へ
の
疑
念
で
あ
っ
た
。

3
．
同
志
で
あ
る
二
人
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
二
人
の
政
治
的
距
離

そ
れ
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
自
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
彼
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク

の
よ
う
な
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
気
に
な
る
ほ
ど
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
で
い
う
「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
が
何
を
指
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
や
質
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
あ
の

ヴ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
宛
て
た
手
紙
は
、
単
純
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
教
会
的
保
守
主
義
に
対
し
て
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
世
界
を
肯
定
し
て
い
る
と
か
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
代
表
者
に
仕
立
て
上
げ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
世
界
の
理
解
者
と
位
置
づ
け
る
だ
け
で
正
し
く
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
モ
ム
ゼ

ン
も
そ
の
よ
う
な
単
純
化
を
は
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
を
見
極
め
、
ハ
ル
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ナ
ッ
ク
の
そ
れ
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
次
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
関
係
に
お
い
て
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表

的
な
立
場
と
し
て
あ
げ
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
西
欧
型
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
に
仕
立
て
、
あ
の
手
紙
を
引
用
す
る
と
い
う

図
式
化
は
、
一
九
七
〇
年
代
・
八
〇
年
代
に
流
行
し
た
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
特
有
の
道
」
と
い
う
議
論
の
枠
組
み
の
援
用
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ド
イ
ツ
特
有
の
道
」
と
い
う
考
え
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
西
欧
諸
国
（W

esteuropa

）
と
は
違
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
結
び
つ
く
こ
と

な
く
、
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
力
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
敵
対
す
る
勢
力
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ド
イ
ツ
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
市

民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
合
理
主
義
的
、
個
人
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
は
「
民
族
（Volk

）」
を
基
盤
と
す

る
非
合
理
主
義
的
、
集
団
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
化
の
中
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ど
こ
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
こ
で
言
う
所
の
非
西
欧
タ
イ
プ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ド
イ
ツ
の
中
で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
意
味
を
理
解
す
る
、
そ
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
で
こ
の
よ
う
な
図
式
化
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
あ
ま

り
に
も
事
情
を
簡
略
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
時
代
の
ル
タ
ー
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
統
一
の
要

と
し
て
の
ル
タ
ー
と
そ
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
近
代
化
を
、
ま
た
近
代
的
自
由
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
じ
め
て
経
験
し
た
ド
イ
ツ
と
い

う
政
治
神
学
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
神
学
者
と
、
新
し
く
生
ま
れ
た
第
二
帝
国
に
お
け
る
教
会
制
度
を
各
ラ
ン
ト
で
は
な

く
、
ラ
イ
ヒ
で
統
一
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
求
め
た
神
学
者
た
ち
の
異
な
っ
た
二
つ
の
陣
営
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
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て
こ
れ
ら
の
神
学
者
は
い
ず
れ
も
教
会
制
度
の
問
題
は
伝
統
的
に
は
各
ラ
ン
ト
が
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
保
守
派
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う

な
伝
統
を
否
定
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
神
学
者
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
の
ル
タ
ー
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
は
こ
の
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

保
守
派
は
、
当
初
、
各
ラ
ン
ト
の
伝
統
の
重
要
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
描
き
出
す
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
構
想
に
警
戒
心

を
持
ち
、
そ
し
て
拒
否
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
保
守
派
の
論
敵
が
皇
帝
の
宗
教
政
策
を
推
進
す
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
故

に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
保
守
的
ル
タ
ー
派
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
い
つ
で
も
ド
ル
パ
ッ
ト
か
ら
や
っ
て
き
た
よ
そ
者

0

0

0

で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
ン
ト
の
教
会
に
政
治
的
、
教
会
的
基
盤
が
な
い
の
で
、
彼
が
教
会
や
神
学
、
政
治
に
お
い
て
影
響
力
を
行
使
す
る
た

め
に
は
、
ラ
イ
ヒ
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
教
会
に
基
盤
を
置
く
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
基
盤
が
あ
っ
た
。

そ
の
点
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
な
い
の
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
代
表

の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
の
よ
う
に
考
え
て
両
者
を
対
立
さ

せ
る
図
式
化
は
、
あ
ま
り
に
も
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
単
純
化
さ
れ
た
図
式
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

事
実
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
自
分
の
宗
教
的
な
立
場
を
明
言
し
た
り
、
ま
た
特
定
の
教
会
へ
の
帰
属
意
識
を
表
明
し
た
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
内
部
の
い
く
つ
か
の
論
争
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
ル
タ
ー
派
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
側
に
立

ち
、
講
演
し
、
ま
た
論
陣
を
張
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
他
で
も
な
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
お
い
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
協

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

一
度
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
福
音
主
義
社
会
協
議
会
の
議
長
で
あ
っ
た
時
、
そ
の
も
と
で
事
務
局
長
を
し
て
い
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
友
人
パ
ウ

ル
・
ゲ
ー
レ
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヘ
ル
マ
ン
・
ク
レ
マ
ー
と
論
争
に
な
っ
た
時
に
、
ゲ
ー
レ
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
立
場
を
彼
は
擁
護
す
る
論
文

を
書
い
て
い
る
）
31
（

。
も
う
一
度
は
、
直
接
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
問
題
で
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
中
心
に
な
っ
て
起
草
し
た
福
音

主
義
教
会
最
高
宗
務
会
議
へ
の
新
し
く
作
ら
れ
た
礼
拝
式
文
草
案
に
お
け
る
使
徒
信
条
使
用
に
関
す
る
嘆
願
書
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
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の
嘆
願
書
の
共
同
提
出
者
と
な
っ
た
）
32
（

。
つ
ま
り
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
媒
介
と
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
政
治

的
利
害
が
一
致
す
る
部
分
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
ラ
イ
ヒ
と
い
う
視
点
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ル
タ
ー
派
内
の
政
策
に
関
与
し
た
際
に
生
じ
た
保
守
派
の
反
対
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
彼
の
立
場
を
擁
護
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
に
は
反
対
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
点
で
は
両
者
は
協
力
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ

て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
化
し
た
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
代
表
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
区
別
す
る
要
素
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
通
り
ド
ル
パ
ッ
ト
と

い
う
ド
イ
ツ
の
周
辺
部
か
ら
や
っ
て
来
て
、
ド
ル
パ
ッ
ト
の
貴
族
社
会
と
つ
な
が
り
、
家
庭
で
は
ロ
シ
ア
語
さ
え
話
し
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に

と
っ
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
教
会
と
政
治
と
の
中
枢
に
駆
け
上
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
は
誰
に
も
負
け
な
い
過
度
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

で
あ
り
、
保
守
派
の
よ
う
に
各
ラ
ン
ト
に
支
持
基
盤
を
持
ち
得
な
い
彼
に
と
っ
て
は
ラ
イ
ヒ
と
い
う
枠
組
み
が
常
に
彼
の
神
学
と
政
治
的
立

場
と
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
のSitz im

 Leben

で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
立
ち
し
た
、
裏
返

さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
中
で
、
国
民
自
由
党
の
代
議
士
の
息
子
で
あ
り
、
福
音
主
義
社
会
同
盟
で
は
ア
ド
フ

ル
・
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
な
ど
の
保
守
派
に
対
し
て
、
労
働
者
と
市
民
階
級
の
自
立
の
た
め
に
奮
闘
し
、
戦
後
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
の

ド
イ
ツ
民
主
党
を
支
持
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
時
代
の
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
あ
の
手

紙
が
書
か
れ
た
一
九
〇
〇
年
前
後
、
シ
カ
ゴ
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
世
界
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
へ

の
高
い
評
価
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
の
伝
記
か
ら
も
伝
え
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
点
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
「
政
治
的
利

害
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
対
立
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
同
じ
よ
う
に
保
守
派
の
、
い
わ
ゆ

る
右
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
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し
か
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
者
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
こ
の
西
に
向
か
っ
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
す
な

わ
ち
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
つ
く
西
欧
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
親
近
感
と
擁
護
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
、

ロ
シ
ア
に
対
す
る
見
解
に
現
れ
出
る
よ
う
な
東
側
に
向
け
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
質
を
も
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
33
（

。
す
な

わ
ち
、
西
欧
の
文
化
価
値
へ
の
共
感
や
親
近
感
で
は
な
い
、
ド
イ
ツ
の
東
側
の
諸
民
族
の
動
向
へ
の
排
他
的
、
文
化
論
的
な
政
策
の
中
に
見

出
さ
れ
る
、
国
家
意
識
・
民
族
意
識
に
基
づ
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
東
へ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ド
ル
パ
ッ
ト
出
身
の
ハ
ル

ナ
ッ
ク
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
点
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
あ
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
か
ら
ラ
ー
デ
へ
の
手
紙
に
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
「
あ
な
た
の
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
』
の
執
筆
者
ヴ
ェ
ー
バ
ー
教
授
に
対
し
て
感
じ
る
不
安
」
と
書
き
送
る
よ

う
な
政
治
的
・
実
存
的
不
安
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
出
席
し
た
一
九
〇
四
年
の
シ
カ
ゴ
へ
の
旅
行

か
ら
戻
っ
た
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
感
想
を
や
は
り
ラ
ー
デ
に
書
き
送
っ
て
い
る
）
34
（

。
そ
の
中
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
自
ら
の
感
想
と
共
に
、
後
に
は

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
新
聞
』
に
書
い
た
ア
メ
リ
カ
報
告
へ
の
共
感
す
ら
語
っ
て
い
る
）
35
（

。
し
か
し
同
時
に
そ
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が

こ
の
時
代
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
他
方
で
ド
イ
ツ
の
東
側
に
向
け
て
語
る
政
策
提
言
や
政
治
的
な
評
論
に
は
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
福
音
主
義
社
会
協
議
会
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
労
働
者
の
現
地
調
査
を
依
頼
し
た
時
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
感
じ
て
い
た
も

の
で
あ
る
）
36
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
不
安
に
つ
い
て
は
今
日
な
お
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
書
簡
の
解
読
と
整
理
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

整
理
が
終
わ
っ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
全
て
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
言
及
す
る
こ
と
は
資
料
を
超
え
て
語
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
取
り
扱
わ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
へ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
手
紙
の
意
図
の

枠
組
み
は
読
み
取
り
得
る
。
東
に
向
か
っ
て
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
逆
立
ち
し
た
、
裏
返
し
の
過
度
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
立
場
と
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
常
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
自
分
の
政
治
的
深
層
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を
見
抜
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
、
そ
の
こ
と
を
遠
ま
わ
し
に
ラ
ー
デ
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
あ
の

「
不
安
」
は
そ
こ
か
ら
来
る
。

し
か
し
他
方
で
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
保
守
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

問
題
点
を
よ
く
見
ぬ
け
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
あ
の
手
紙
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
送

り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
西
欧
モ
デ
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
立
す
る
立
場
に
ま
つ
り
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
は
そ
の
よ
う
な
立
場
に

は
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
ち
ろ
ん
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
そ
の
意
図
を
正
確
に
受
け
取
り
、

驚
き
、
彼
の
逆
立
ち
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
仮
面
の
下
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
暴
露
さ
れ

る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
、
そ
れ
以
後
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
ラ
ン
ト
の
政
治
的
、
教
会
的
利
害

と
結
び
つ
い
て
い
た
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
保
守
主
義
と
は
別
に
、
ラ
イ
ヒ
と
い
う
視
点
か
ら
ド
イ
ツ
の
政
治
と
宗
教
と
の
問
題
に
関
わ
っ
た

リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
正
枢
密
顧
問
官
で
も
あ
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
当
然
の
判
断
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
注

（
1
） 『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
前
半
で
あ
る
第
一
章
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ア
メ
リ
カ
に
出
か
け
る
前
に
既
に
原
稿
が

完
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
第
二
章
は
帰
国
後
一
九
〇
五
年
の
初
頭
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
） 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
政
治
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
拙
著
『
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
――

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
神
学
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
の
研
究
』（
教
文
館
）
の
第
六
章
を
参
照
の
こ
と
。
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（
3
） B

rief von M
ax W

eber an A
dolf H

arnack, H
eidelberg 5. Februar 1906, in: M

W
G

 II/5, 32-33,  

ま
たB

rief von M
ax W

eber an A
dolf 

H
arnack, H

eidelberg 12 Januer 1905

に
つ
い
て
は
、W

. J. M
om

m
sen, M

ax W
eber. G

esellschaft, Politik und G
eschichte, Frankfurt 

1974, 113f. 

を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
手
紙
は
ハ
レ
＝

ヴ
ィ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
研
究
室
に
複
製
が
あ
る
。
今
日
ま
で
印
刷
さ
れ
た
こ

と
は
な
い
。

（
4
） 

注
3
を
参
照
の
こ
と
。
引
用
はM

W
G

 II/5, 33

（
5
） 

と
こ
ろ
で
こ
の
旅
行
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
は
既
に
数
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
を
こ
こ
で
改
め
て
繰
り
返
す
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
帰
国
後
一
九
〇
五
年
一
月
二
〇
日
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
ホ
テ
ル
・
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
で
行
わ
れ
た
「
ア

メ
リ
カ
の
夕
べ
」
で
の
発
言
で
あ
ろ
う
。
こ
の
会
は
ア
ド
ル
フ
・
ダ
イ
ス
マ
ン
の
主
催
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
招
か
れ
た
ヴ
ェ
ー

バ
ー
や
ト
レ
ル
チ
の
報
告
を
聞
く
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
W
・
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
会
合
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
正

式
な
報
告
者
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
ア
メ
リ
カ
体
験
を
雄
弁
に
語
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー

の
「
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
体
験
」、
具
体
的
に
は
「
ゼ
ク
テ
体
験
」
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
は
今
は
必
要
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
そ
の
よ
う
な
単
純
な
判
断
を
し
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
セ
イ
ン
ト
・
ル
イ
ス
で
の
講
演
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
的
状
況
の
違
い
を
次
の
よ
う
な
有
名
な
た
と

え
を
も
っ
て
比
較
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
武
器
で
い
っ
ぱ
い
の
世
界
の
中
に
あ
る
武
装
キ
ャ
ン
プ
で
古
い
ド
イ
ツ
文
化
の
輝
き
を
維
持
す
る
よ

う
に
強
制
す
る
状
態
」
と
「
そ
う
し
た
問
題
を
ま
だ
経
験
し
た
こ
と
な
く
、
お
そ
ら
く
今
後
も
そ
う
し
た
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
対
立
の
領
域
的
孤
立
状
態
」
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
の
「
真

の
歴
史
的
刻
印
」
で
あ
る
と
見
て
い
る
。（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
時
の
い
わ
ば
予
定
外
の
ア
メ
リ
カ
報
告
はM

. W
eber, W

irtschaft, Staat und 

Sozialpolitik: Schriften und R
eden 1900-1912, hrsg. von W

olfgang Schluchter m
it zusam

m
enarbeit von Peter K

urth und B
irgitt 

M
orgenbrod, T

übingen 1998, 385ff.  

ま
た
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
解
説
は381-384 

ま
で
。）

（
6
） 

こ
の
時
代
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
関
係
や
書
簡
の
往
復
、
直
接
的
な
対
話
の
内
容
を
知
る
た
め
に
重
要
な
資
料
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ラ
ー
デ
の
往
復
書
簡
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ラ
ー
デ
へ
の
手
紙
の
中
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
か
な
り
頻
繁
に
ふ
れ
て
い
る
。Der 

B
riefw

echseln zw
ischen A

dolf von H
arnack und M

artin R
ade. T

heologie auf dem
 öffentlichen M

arkt. H
rg. und kom

m
entiert 

von Johanna Jantsch, B
erlin 1996.
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（
7
） 

注
5
で
掲
げ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
ー
デ
と
の
往
復
書
簡
集
の
編
纂
が
終
り
、
よ
う
や
く
二
〇
一
〇
年
に
な
っ
て
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
リ
ッ
チ
ュ
ル

と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
往
復
書
簡
の
編
集
が
完
成
し
、
出
版
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

（
8
） V

gl. K
arl B

arth, A
ntw

ort auf H
errn Professor von H

arnack offenen B
rief, in: D

ie christliche W
elt, 37

（1923

）, N
r. 16/17

（
＝

T
heologische Fragen und A

ntw
orten. G

esam
m

elte Vorträge, B
d. 3 1957

（3. A
ufl.

））
ま
た
拙
著
『
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
そ
の
時
代
』（
キ
リ

ス
ト
新
聞
社
）
と
『
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
――
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
神
学
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
の

研
究
』（
教
文
館
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） V

gl. G
angolf H

übinger, M
ax W

ebers ” P
rotestantische E

thik “ in der protestantischen E
rinerungskultur, in: M

itteilungen 

der E
rnst-T

roeltsch-G
esellschaft, 20/21

（2007/08

）, 24ff; W
olfgang Schuluchter und Friedrich W

ilhelm
 G

raf, A
sketischer 

Protestantism
us und der ’ G

eist ‘ des m
odernen K

apitalism
us, T

übingen 2005

（
10
） 

そ
の
よ
う
な
中
で
例
外
的
な
研
究
と
し
てG

angolf H
übinger, K

ulturprotestantism
us und Politik: Zum

 Verhältnis von Liberalism
us 

und Politism
us im

 w
ilhelm

ischen D
eustchland. T

übingen 1994; ders.: M
ax W

ebers ” Protestantische E
thik “ in der protestan-

tischen E
rinerungskultur, in: M

itteilungen der E
rnst-T

roeltsch-G
esellschaft, hrg. von F. W

. G
raf, B

d. 20/21, M
ünchen 2008, 

24-41

（
11
） V

gl. M
arianne W

eber, Lebernserinnerungen, B
rem

en 1948, 359  

マ
リ
ア
ン
ネ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
資
本
主
義
の
〈
精
神
〉

に
つ
い
て
の
論
文
は
今
や
急
速
に
完
成
に
向
か
っ
て
い
た
。〔
一
九
〇
三
年
〕
三
月
の
終
り
、
三
箇
月
足
ら
ず
の
労
苦
の
後
に
第
二
部
は
仕
上

が
っ
た
。」（
邦
訳
二
七
一
頁
、〔　

〕
内
は
引
用
者
の
説
明
的
挿
入
。）

（
12
） 

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
は
一
九
〇
四
年
八
月
二
一
日
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
出
発
し
て
一
二
月
二
日
に
帰
国
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
ハ
ル
ナ
ッ

ク
は
同
年
七
月
五
日
に
出
発
し
て
、
一
〇
月
三
日
に
帰
国
し
て
い
る
。

（
13
） T

rutz R
endtorff, ” Im

m
er G

ültiges in geschichtlich w
echselnden Form

en ,“ E
inleitung zu H

rnacks ” W
esen des C

hristentum
s, “ in: 

A
dolf von H

arnack, D
as W

esen des C
hristentum

s, G
üthersloh 2001, 257

（
14
） A
dolf von H

arnack, D
as W

esen des C
hristentum

s, hrsg. C
laus

-D
ieter O

sthöver, T
übingen 2007

（2. A
ufl.

）, 158

（
15
） V

gl. Friedhilde K
rause, M

enschen, B
ücher und B

ibliotheken. A
dolf von H

arnack und seine Fam
ilie in: M

arginalien. Zeitschrift 

für B
uchkunst und B

ibliophilie 170

（2003

）, 26-43, 171

（2003

）3-21
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（
16
） V

gl. H
. C

ym
orek, F. W

. G
raf, Zw

ei unbekannte Texte A
gnes von Zahn-H

arnacks über ihren Vater, in: M
itteilungen der E

rnst-

T
roeltsch-G

esellschaft 17

（2004

）, 83-94
（
17
） 
父
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Volker D

rehsen, K
onfessionalistische K

irchentheologie. 

T
heodosius H

arnack

（1816-1889

）, in: Profile des neuzeitlichen Protestantism
us. B

d.2, K
aiserreich Teil 1.

（hrg.

）F. W
. G

raf, 

G
üthersloh 1992

（
18
） V

gl. H
acik R

afi G
azer, A

dolf von H
arnack und die A

rm
enier. B

etrachtungen zu einem
 w

issenschaftlichen A
ustausch um

 

die Jahrhundertw
ende, in: M

eline P
ehlivanian

（hrsg.

）, A
rm

enisyn die m
enschen genant. E

ine K
ulturbegegnung in der 

Staatsbibliothek, B
erlin 2000, 173-200

（
19
） 

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
文
献
目
録
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、Friedrich Sm

end, A
dolf von H

arnack. Verzeichnis seiner Schriften bis 1930. 

M
it einem

 G
eleitw

ort und bibliographischen N
achträgen bis 1985 von Jürgen D

um
m

er, Leipzig 1990 

を
参
照
の
こ
と
。

（
20
） Paul T

illich, A
dolf von H

arnack. E
in W

ürdigung anläßlich seines Todes, in: G
esanm

elte W
erke, B

d. X
II, B

erlin 1971, 85

（
21
） T

rutz R
endtorff, ” Im

m
er G

ültiges in geschichtlich w
echselnden Form

en, “ E
inleitung zu H

rnacks ” W
esen des C

hristentum
s, “ in: 

A
dolf von H

arnack, D
as W

esen des C
hristentum

s, G
üthersloh 2001, 28

（
22
） W

olfgang T
rillhaas, G

eleitw
ort, in: A

dolf von H
arnack, D

as W
esen des C

hristentum
s, G

üthersloh 1973, 13

（
23
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
はW

. H
artkopf und G

. W
angerm

ann

（hsg.

）, D
okum

ente zur G
eschichte der B

erliner A
kadem

ie der 

W
issenschaften von 1700 bis 1990, H

eidelberg 1991 
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
） 

マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て
は Jürgen R

enn, G
iuseppe C

astagnetti, und Sim
one R

ieger, A
dolf 

von H
arnack und M

ax Planck. B
erlin: M

ax-Plancl-Institute für W
issenschaftsgeschichte 1999

（
＝Preprint M

ax-Planck-Institute 

für W
issenschaftsgeschichte 113

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
25
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
はA

dolf von H
arnack. W

issenschaftspolitische R
eden und A

ufsätze. Zusam
m

engestellt und herausgegeben von 

B
ernhard Fabian, H

ildesheim
 2001 

収
録
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
文
部
行
政
と
ア
カ
デ
ミ
ナ
ー
の
議
長
と
し
て
の
仕
事
、
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ

ン
ク
研
究
所
の
運
営
、
さ
ら
に
は
神
学
部
の
有
り
方
に
関
す
る
諸
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
26
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
はStefan Rebenich, Theodor M

om
m

sen und A
dolf H

arnack. W
issenschaft und Politik im

 B
erlin des ausgehenden 

ky4931ハルナックd.indd   155 11.5.12   5:57:42 AM



156

19. Jahrhunderts. M
it einem

 A
nhang: E

dition und K
om

m
entierung des B

riefw
echsels, B

erlin 1997 

を
参
照
の
こ
と
。

（
27
） T

rutz R
endtorff, A

dolf von H
arnack und die T

heologie. Verm
ittlung zw

ischen R
eligionskultur und W

issenschaftskultur, in: K
. 

N
ow

ak/O
.G

. O
exle

（hg.

）, aaO
. 397ff.

（
28
） 

こ
の
あ
た
り
の
問
題
に
つ
い
て
はG

ünther B
rakelm

ann, A
dolf H

arnack als Spzialpolitiker, in: E
vangelisch-T

heologische Fakultät 

der R
uhr-U

niversität B
ochum

（hg.

）: W
as ist C

hristentum
? Versuche einer kritischen A

nnäherung. E
ine R

ingvorlesung, W
altrop 

1997, 25-44
に
詳
し
い
。

（
29
） V

gl. Stefan R
ebenich, T

heodor M
om

m
sen und A

dolf H
arnack. W

issenschaft und P
olitik im

 B
erlin des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts. B
erlin 1997, 575-998, hier: 632

（
30
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
はK

urt N
ow

ak, W
as ist eine N

ation? D
ie A

ntw
orten E

rnest R
enans und A

dolf von H
arnacks, in: R

echts-

historisches Journal 20

（2001
）, 311-324; W

olfgang N
ethöfel, D

as W
esen des C

hristentum
s und seine ethische O

rientierungs-

funktion im
 Zeitalter der G

lobalisierung, in: K
orsch/R

ichter

（hg.

）, D
aa W

esen des C
hristentum

, M
arburg 2002, 111-124; 

R
einhart Staats, D

er H
acik R

afi G
azer, D

er B
riefw

echsel zw
ischen A

dolf von H
arnack und A

rm
enischen T

heologen in: M
artin 

Tam
cke

（hg.

）, B
licke gen O

sten. Festschrift für Friedrich H
eyer zum

 95. G
eburtstag. M

ünster 2004, 347-371

（
31
） M

ax W
eber, Zur R

echtfertigung G
öhres, in: D

ie christliche W
elt, N

r. 48 vom
 24. N

ovem
ber 1892, 1104

-1109

（
32
） C

hronik der C
hristlichen W

elt, N
r. 11 vom

 15. M
ärz 1894, 82f. und N

r. 12 vom
 22. M

ärz 1894, 89-92, V
gl. B

rief A
dolf von 

H
arnacks an M

artin rade vom
 29. O

ktober 1893, in: D
er B

riefw
echsel zw

ischen A
dolf von H

arnack und M
artin R

ade. T
heologie 

auf dem
 öffentlichen M

arkt. H
erausgegeben und kom

m
entiert von Johanna Jantsch, B

erlin 1996, 293

（
33
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
野
元
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
序
説
』

（
東
京
大
学
出
版
会
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
34
） B

rief A
dolf von H

arnacks an M
artin rade vom

 11. O
ktober 1905, in: D

er B
riefw

echsel zw
ischen A

dolf von H
arnack und M

artin 

R
ade. T

heologie auf dem
 öffentlichen M

arkt. H
erausgegeben und kom

m
entiert von Johanna Jantsch, B

erlin 1996, 293  

ヴ
ェ
ー

バ
ー
が
あ
の
手
紙
を
書
く
前
に
訪
ね
た
セ
イ
ン
ト
・
ル
イ
ス
で
の
学
術
会
議
に
、
実
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
同
様
に
招
か
れ
て
お
り
、

彼
は
一
九
〇
四
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
同
時
期
に
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
の
手
紙
は
そ
の
時
の
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両
者
の
共
通
の
経
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
彼
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
や
政
治
家
と
の
交
流
の
経
験
が
豊
富
な
ハ
ル
ナ
ッ

ク
に
、
ル
タ
ー
精
神
と
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
批
判
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
実
は
こ
の
時
代
も
っ
と
も
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
の
直
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
が
多
か
っ
た
ド
イ
ツ
の
学
者
で
あ
っ
た
。
彼

は
政
府
の
要
人
と
し
て
、
ま
た
世
界
各
国
か
ら
訪
ね
て
く
る
留
学
生
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
外
の
政
治
家
や
学
者
と
の
つ
な
が
り
を

持
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
の
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
学
は
、
そ
の
時
代
ド
イ
ツ
最
大
の
輸
出
品
と
さ
え
言
わ
れ
た
。
ド
イ
ツ
は
政
治
的
に

も
経
済
的
に
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
国
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
正
反
対
の
立
場
の
国
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
神
学

だ
け
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
先
進
国
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
当
時
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
神
学
者
で
あ
り
、
彼
の
書
物
は
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
神
学
部
の

教
科
書
で
あ
っ
た
。
彼
の
主
要
な
著
作
は
主
と
し
て
ト
ー
マ
ス
・
ベ
イ
リ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
（T

hom
as B

ailey Saunders

）
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
彼
の
も
と
で
学
位
を
得
た
り
、
留
学
し
て
研
鑽
を
積
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
の
数
は
増
え
る
一
方
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア

ダ
ム
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
（W

illiam
 A

dam
s B

row
n

）、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
エ
ル
・
シ
ャ
ー
ベ
リ
ー
（H

enry Joel C
adbury

）、
エ
ド
ガ
ー
・
ジ
ョ

ン
ス
ン
・
グ
ッ
ド
ス
ピ
ー
ド
（E

dgar J. G
oodspeed

）、
ア
ー
サ
ー
・
ク
シ
ュ
マ
ン
・
マ
ギ
フ
ァ
ー
ト
（A

rthur C
. M

cG
iffert

）、
エ
ド
ワ
ー

ド
・
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
・
ム
ー
ア
（E

dw
ard C

. M
oore

）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
・
ロ
ウ
プ
ス
（Jam

es H
. R

opes

）
な
ど
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
で
成
功
し
た
歴
史
家
、
聖
書
学
者
た
ち
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
一
九
〇
四
年
の
セ
イ
ン
ト
・
ル
イ
ス
で
の
学
術
会
議
に
招
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
招
待
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
ト
レ
ル
チ
と

は
そ
の
意
味
づ
け
が
異
な
っ
て
い
た
。
彼
は
学
術
会
議
に
ド
イ
ツ
の
学
問
世
界
を
代
表
し
て
招
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
は
ド
イ
ツ
公
使
と
、
ア
メ
リ
カ
内
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
世
話
役
二
人
も
行
動
し
て
い
る
。
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

書
い
て
い
る
通
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
演
に
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
時
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
聴
衆
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は

九
月
二
四
日
に
「
教
会
史
と
一
般
史
と
の
関
係
」
と
い
う
英
語
の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講
演
を
聴
い
た
聴
衆
の
ひ
と
り
が
当
時
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
に
い
た
哲
学
者
で
あ
り
、
心
理
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
で
あ
り
、
彼
は
多
く
の
人
々
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
熱
心
に
こ

の
講
演
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
様
子
を
知
ら
せ
て
い
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
三
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
各
地
を
訪
問
し
て
い
る
。
シ
カ
ゴ
、
ボ
ス
ト

ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ヘ
ブ
ン
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
心
理
学
教
授
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
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の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
は
こ
の
訪
米
の
前
に
も
、
そ
し
て
後
に
も
何
度
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
ア
メ

リ
カ
の
招
聘
し
よ
う
と
努
力
し
た
人
物
で
、
一
九
〇
四
年
の
訪
米
の
際
に
は
進
ん
で
案
内
役
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
旅
行
の

最
後
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
ド
イ
ツ
の
正
枢
密
顧
問
官
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
招
か
れ
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
テ
オ
ド
ー

ル
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
約
二
時
間
に
わ
た
っ
て
会
談
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
と
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
諸
教
授

た
ち
の
交
換
研
修
制
度
に
つ
い
て
の
支
持
を
取
り
付
け
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
研
究
者
た
ち
の
書
物
が
ア
メ
リ
カ
で
翻
訳
さ
れ
る
際
に
ド
イ
ツ
の
側

の
学
者
が
受
け
る
不
利
益
に
つ
い
て
是
正
の
た
め
の
助
け
を
要
請
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

の
意
味
に
つ
い
て
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
労
働
者
運
動
と
ド
イ
ツ
の
福
音
主
義
社
会
協
議
会
が
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
率
直
に
意
見
の
交
換
を
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
正
枢
密
顧
問
官
で
あ
っ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ア
メ
リ
カ
訪
問
は

ト
レ
ル
チ
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
と
は
違
っ
て
公
式
の
も
の
で
あ
っ
た
。

後
に
こ
の
三
ヶ
月
の
ア
メ
リ
カ
訪
問
に
つ
い
て
は
彼
の
娘
の
ア
グ
ネ
ス
・
フ
ォ
ン
・
ツ
ァ
ー
ン
＝

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
い
く
つ
か
の
思
い
出
を
書

き
残
し
て
い
る
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
帰
国
後
、
彼
の
同
僚
た
ち
に
そ
の
印
象
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
一
九
〇
四
年

の
一
〇
月
九
日
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ラ
ー
デ
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
私
は
日
曜
日
の
午
後
、
素
晴
ら
し
い
、
そ
し
て
大
変
意
味
深
い
、

生
き
生
き
と
し
た
印
象
を
獲
た
旅
行
か
ら
帰
国
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
ぜ
ひ
あ
な
た
に
お
話
し
し
た
い
の
で
す
。
し
か
し
一
一

週
間
に
も
わ
た
る
仕
事
の
中
断
の
こ
と
も
心
配
で
す
が
。」
ま
た
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
同
僚
の
カ
ー
ル
・
ホ
ル
に
も
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

「
あ
な
た
も
そ
う
推
測
し
て
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
は
今
回
の
旅
行
で
、
圧
倒
的
で
、
驚
く
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
経
験
で
き
な

い
よ
う
な
印
象
を
得
ま
し
た
。
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
、
教
会
の
組
織
、
敬
虔
が
政
治
に
与
え
る
影
響
な
ど
で
す
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ

ツ
に
対
す
る
尊
敬
、
と
り
わ
け
大
学
に
つ
い
て
の
尊
敬
で
す
が
、
そ
の
評
価
に
相
応
し
い
内
実
と
実
像
と
を
保
持
し
続
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
帰
国
後
、
大
学
行
政
の
立
場
か
ら
、
矢
継
ぎ
早
に
ア
メ
リ
カ
の
諸
大
学
と
教
授
交
換
制
度
、
学
生
の
留
学
に
あ
た
っ
て

の
諸
認
定
制
度
の
整
備
な
ど
を
プ
ロ
イ
セ
ン
の
文
部
省
に
指
示
し
て
い
る
。
他
方
で
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
け
る
学
問
の
商
品
化
、「
大
学
が
ひ

と
つ
の
企
業
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」
の
問
題
点
、
さ
ら
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
が
ま
る
で
「
競
技
会
場
で
勝
利
を
得
る
た
め
に
努
力
す

る
姿
」
に
批
判
的
な
報
告
も
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ア
メ
リ
カ
の
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
立
場
を
認
識
し
、
ド
イ
ツ
が
今
後
イ
ギ
リ
ス
（
あ
る
い

は
フ
ラ
ン
ス
）
と
ロ
シ
ア
と
の
間
で
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
確
固
た
る
地
位
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
学
問
的
な
つ
な
が
り
の
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み
な
ら
ず
、
政
治
的
、
経
済
的
な
密
接
な
関
係
の
樹
立
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
セ
イ
ン
ト
・
ル
イ
ス
に
は
じ
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
滞
在
は
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
35
） D

er B
riefw

echsel zw
ischen A

dolf von H
arnack und M

artin R
ade. T

heologie auf dem
 öffentlichen M

arkt. H
erausgegeben und 

kom
m

entiert von Johanna Jantsch, B
erlin 1996, 47

（
36
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
――
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
神
学
の
社
会
的
機
能
に
つ

い
て
の
研
究
』（
教
文
館
）
を
参
照
の
こ
と
。
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